
は
じ
め
に

「
令
嬢
日
記
」
は
、
川
端
康
成
が
「
福
岡
日
日
新
聞
」
一
九
三
四
（
昭
和

九
）
年
一
月
一
日
（
月
）
付
朝
刊
紙
上
に
「
新
春
女
風
景
」【
そ
の
一
】
と

い
う
副
題
を
附
し
て
発
表
さ
れ
た
掌
の
小
説
で
あ
る
。
著
者
生
前
の
い
ず
れ

の
単
行
本
・
全
集
に
も
収
め
ら
れ
ず
、「
未
刊
行
作
品
」
と
し
て
三
五
巻
本

『
川
端
康
成
全
集
』
第
二
二
巻
（
新
潮
社

一
九
八
二
・
七
）
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。

作
品
は
石
川
啄
木
の
歌
二
首
か
ら
始
ま
り
、
老
会
社
員
の
娘
・
朝
子
は
日

記
帳
の
頁
の
隅
に
印
刷
さ
れ
た
歌
を
眺
め
な
が
ら
、
昼
間
母
に
連
れ
ら
れ
て

の
年
始
回
り
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
ど
こ
で
も
話
題
は
朝
子
の
結
婚
の
話
ば

か
り
で
あ
っ
た
。
朝
子
の
着
て
い
た
訪
問
着
は
、
母
が
嫁
入
り
支
度
で
長
ら

く
着
ら
れ
る
よ
う
に
と
念
入
り
に
選
ん
だ
晴
着
で
あ
る
。「
新
し
い
年
の
希

望
も
計
画
も
」
心
に
浮
か
ば
な
い
朝
子
は
、
元
日
の
日
記
が
書
け
な
い
ま
ま

年
賀
状
を
手
に
取
り
、
同
窓
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
子
の
こ
と
を
思
い
出
し
な

が
ら
、「
自
分
一
人
が
古
い
時
代
に
、
お
だ
や
か
な
家
庭
に
取
り
残
さ
れ
て
」

い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
の
時
二
階
か
ら
妹
た
ち
の
百
人
一
首
の
札
を
取
る

騒
ぎ
声
が
聞
こ
え
、「
唇
を
な
め
消
す
紅
や
初
鏡
」
と
い
う
句
を
日
記
の
頁

に
読
ん
だ
朝
子
は
、
化
粧
を
拭
き
取
る
と
「
妹
」
の
年
頃
に
帰
る
た
め
に
梯

子
段
を
上
っ
て
い
く
。

小
説
「
令
嬢
日
記
」
に
お
い
て
、「
時
代
の
不
安
の
雲
」
に
覆
わ
れ
て
い

る
戦
前
の
社
会
情
勢
は
、
古
い
家
庭
に
取
り
残
さ
れ
た
娘
・
朝
子
の
日
常
生

活
に
お
け
る
実
感
を
通
じ
て
活
写
さ
れ
て
い
る
。
旧
習
に
と
ら
わ
れ
、
自
由

に
生
き
て
い
ら
れ
な
い
朝
子
の
生
活
ぶ
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
時
代
の
影
を
背

負
っ
て
独
自
の
道
を
歩
ん
で
い
る
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
子
の
そ
れ
と
対
比
的
に

描
か
れ
て
い
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
、
長
谷
川
泉
は
「
令
嬢
日
記
」
を
「
女
性
の
生
活
力

や
本
質
的
力
を
扱
っ
た
作
品
」
だ
と
評
し
、
細
島
大
も
「〈
時
代
の
不
安
〉

に
自
ら
の
不
安
を
重
ね
つ
つ
、〈
妹
の
年
頃
に
か
へ
〉
ろ
う
と
す
る
朝
子
の

姿
勢
こ
そ
、
川
端
に
お
け
る
現
実
逃
避
の
傾
向
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
す

（
�
）

べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
な
ど
、
女
性
の
生
き
方
に
注
目
し
て
い
る
。
し
か

川
端
康
成
「
令
嬢
日
記
」
論

劉

文

娟
一
五



し
、
い
ず
れ
も
作
品
内
に
立
ち
入
っ
た
分
析
は
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
曖
昧
で
あ
る
。
ほ
か
に
本
作
に
対
す
る
論
考
は
見
ら
れ
ず
、
文

章
を
具
体
的
に
分
析
・
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
作
品
が
暗

い
時
代
を
背
景
に
し
て
主
人
公
朝
子
や
同
窓
の
女
性
た
ち
を
描
出
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
や
、
新
年
の
始
ま
り
の
日
に
発
表
さ
れ
た
意
味
な
ど
を
視
野
に

入
れ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
作
品
に
登
場
し
て
い
る
若
い
女
性
た
ち
が
ど
の

よ
う
に
描
か
れ
た
の
か
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
社
会
背
景
を
も
と
に
写
し
出
さ

れ
た
の
か
を
究
明
す
る
。
そ
し
て
作
品
冒
頭
に
お
け
る
啄
木
の
歌
と
作
品
全

体
と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
小
説
の
結
末
の
意
味
を
考
え
、
女
性

の
生
き
方
を
通
じ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
作
品
の
主
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
不
安
定
な
時
代
と
経
済
不
況
下
の
家
庭
生
活

小
説
の
冒
頭
に
は
「
静
か
な
落
つ
き
」
が
な
い
心
境
と
疲
労
を
感
じ
る
主

人
公
朝
子
が
登
場
す
る
。「
日
記
帳
の
頁
の
隅
に
印
刷
さ
れ
た
」
歌
を
「
ぼ

ん
や
り
眺
め
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
頭
が
ぼ
ん
や
り
す
る
の
は
、

結
ひ
な
れ
な
い
日
本
髪
の
重
さ
の
せ
ゐ
で
あ
ら
う
か
。
と
ら
へ
ど
こ
ろ
の
な

い
時
代
の
不
安
の
雲
が
、
誰
の
上
に
も
お
つ
か
ぶ
さ
つ
て
ゐ
る
せ
ゐ
で
あ
ら

う
か
」
と
時
代
に
対
す
る
茫
漠
と
し
た
不
安
が
語
ら
れ
て
い
る
。

「
元
朝
の
新
聞
に
は
、
大
政
治
家
や
大
実
業
家
が
、
新
し
い
年
の
国
家
の

希
望
や
、
国
民
の
覚
悟
に
つ
い
て
、
威
勢
よ
く
語
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
の
だ

が
、「
国
民
の
覚
悟
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。「
朝
日
新
聞
」
一
九
三
三

（
昭
和
八
）
年
二
月
二
四
日
付
朝
刊
に
掲
載
さ
れ
た
「
国
民
の
覚
悟
徹
底
に

各
機
関
を
総
動
員

連
盟
脱
退
後
の
方
策

文
部
省
側
決
定
」
と
い
う
記
事

に
よ
る
と
、
文
部
省
は
「
連
盟
脱
退
後
に
お
け
る
日
本
の
立
場
及
び
覚
悟
等

を
一
般
国
民
に
十
分
徹
底
的
に
」
知
ら
せ
る
た
め
、
各
機
関
を
動
員
し
、
講

演
会
、
講
習
会
な
ど
を
開
催
す
る
と
と
も
に
積
極
的
な
広
報
活
動
を
通
じ
て

「
全
国
に
呼
び
か
け
る
」
と
の
方
針
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
同
年
六
月
に

文
部
省
社
会
教
育
局
が
「
非
常
時
と
国
民
の
覚
悟
」
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
発
行
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
国
体
を
動
揺
さ
せ
る
過
激
思
想
、
窮
迫
し

た
経
済
状
況
及
び
外
交
上
の
困
難
す
な
わ
ち
「
内
憂
外
患
交
々
至
る
」
非
常

時
の
国
家
内
外
の
情
勢
を
叙
述
し
た
う
え
で
、
目
の
前
の
難
局
を
乗
り
越
え

る
た
め
に
、
時
局
の
現
状
を
よ
く
認
識
し
、「
自
力
更
生
」
の
意
気
や
「
堅

忍
持
久
」
の
精
神
を
発
揚
し
、「
一
致
団
結
」
し
て
力
を
傾
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
国
民
に
呼
び
か
け
て
い
る
。「
国
民
の
覚
悟
」
と
い
う
の
は
、
つ

ま
り
「
非
常
時
」
に
直
面
し
て
国
家
と
共
に
戦
う
自
覚
で
あ
る
。

新
聞
の
中
の
「
威
勢
」
の
い
い
刺
激
的
な
語
句
に
喚
起
さ
れ
、「
朝
子
も

新
し
い
力
の
加
は
つ
た
や
う
な
足
つ
き
で
年
始
廻
り
に
出
か
け
て
行
つ
た
の

で
あ
つ
た
が
、
ぐ
つ
た
り
し
て
帰
つ
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
の
え
ら
い
人
達
の

言
葉
は
、
老
会
社
員
の
家
の
平
凡
な
娘
の
朝
子
に
は
、
な
ん
の
か
か
は
り
も

な
い
大
言
壮
語
の
や
う
に
思
は
れ
る
」
の
で
あ
る
。
不
安
定
な
時
代
に
重
苦

し
さ
を
感
じ
て
い
る
人
々
の
政
治
や
経
済
へ
の
失
望
感
、
無
力
感
が
、
平
凡

な
家
庭
の
娘
・
朝
子
の
気
持
ち
を
通
じ
て
表
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
老
会
社
員
の
家
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
小
説
は
朝
子

が
年
始
回
り
に
着
て
い
る
「
訪
問
着
」
に
焦
点
を
当
て
て
展
開
し
て
い
る
。

一
六



「
あ
の
小
間
使
し
や
う
が
な
い
ね
、
紅
茶
を
こ
ぼ
し
て
さ
、
茶
碗
の
底

が
濡
れ
た
ま
ま
出
す
ん
だ
も
の
。
晴
着
の
お
客
様
に
ね
。
お
前
、
よ
ご

し
や
し
な
か
つ
た
？
」

と
母
は
重
役
の
家
の
門
を
出
る
な
り
、
朝
子
の
前
に
腰
を
か
が
め

て
、
訪
問
着
の
膝
を
覗
い
た
。
朝
子
は
火
が
出
る
ほ
ど
赤
く
な
つ
た

が
、
帰
つ
て
た
た
む
時
に
は
、
や
は
り
し
み
は
な
い
か
と
真
剣
に
調
べ

ず
に
は
ゐ
ら
れ
ず
、
宝
船
を
刺
繍
し
た
半
襟
の
白
粉
を
発
揮
油
で
拭
き

取
り
な
が
ら
、
こ
の
訪
問
着
一
枚
を
買
ふ
に
も
、
一
家
の
争
ひ
が
あ
つ

（
�
）

た
こ
と
を
思
ひ
出
し
た
。

訪
問
先
の
重
役
の
家
を
出
る
と
、
す
ぐ
「
小
間
使
」
に
つ
い
て
文
句
を
言

い
な
が
ら
朝
子
の
着
て
い
た
晴
着
が
汚
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
か
と
「
腰
を
か

が
め
て
」
覗
く
母
の
大
げ
さ
な
行
為
に
、
朝
子
は
恥
ず
か
し
さ
の
あ
ま
り
に

「
火
が
出
る
ほ
ど
赤
く
な
つ
」
た
。
し
か
し
、
や
は
り
「
し
み
」
な
ど
を
気

に
か
け
な
い
で
は
い
ら
れ
ず
、
帰
宅
後
に
真
剣
に
手
入
れ
を
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
母
娘
に
大
事
に
さ
れ
て
い
る
晴
着
に
は
「
一
家
の
争
ひ
」

と
い
う
思
い
出
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

母
は
「
銘
仙
一
反
、
伊
達
巻
一
本
買
ふ
に
も
、
す
べ
て
嫁
入
り
支
度
と
い

ふ
頭
か
ら
割
り
出
し
て
、
し
か
も
、
結
婚
後
五
年
も
七
年
も
着
ら
れ
る
と
い

ふ
こ
と
を
第
一
に
し
て
」「
地
味
な
も
の
」
と
考
え
て
い
る
。「
財
産
家
の
息

子
で
な
い
限
り
、
今
日
の
若
い
者
の
安
月
給
で
は
、
女
房
の
な
り
を
整
へ
て

く
れ
る
余
裕
な
ど
、
先
づ
あ
る
ま
い
」
と
そ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し

て
、
父
は
「
胸
算
用
よ
り
少
な
か
つ
た
年
末
賞
与
」
を
七
人
の
子
供
に
割
り

当
て
て
「
幾
度
も
数
へ
直
し
な
が
ら
、
顔
を
し
か
め
て
ゐ
る
」
の
で
あ
る
。

若
者
の
安
給
与
で
は
生
活
の
余
裕
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
老
会
社
員
の
父

も
少
な
い
「
年
末
賞
与
」
に
困
っ
た
表
情
を
顔
に
出
し
て
い
る
。

家
庭
の
暮
ら
し
に
余
裕
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
、
減
俸
減
給
、
物

価
騰
貴
と
い
っ
た
社
会
事
情
を
背
景
に
し
て
い
る
。
一
九
三
一
（
昭
和
六
）

年
六
月
か
ら
、
官
吏
の
減
俸
が
実
施
さ
れ
た
。
減
俸
率
は
「
月
俸
百
円
以
上

が
五
分
、
月
俸
二
百
円
以
上
が
一
割
以
上
、
年
俸
一
万
二
千
円
の
親
任
官
が

二
割
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
。「
民
間
で
は
そ
れ
以
前
か
ら
厳
し
い
減
給
が
行

わ
れ
て
い
た
」
と
い
い
、「
首
を
切
ら
れ
る
よ
り
も
自
ら
減
給
を
願
い
出
る

（
�
）

者
も
い
た
時
代
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
の
内
閣
家

計
調
査
に
よ
る
と
、
当
時
の
給
料
生
活
者
の
世
帯
主
収
入
平
均
が
八
五
円
八

（
�
）

四
銭
で
あ
っ
た
。
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
七
月
の
小
汀
利
得
が
中
央
公
論

に
発
表
し
た
「
初
任
給
調
べ
」
に
は
、
出
版
前
年
の
一
九
二
九
（
昭
和
四
）

年
の
初
任
給
一
覧
が
出
て
い
る
。
そ
れ
を
参
照
し
て
み
る
と
、
官
庁
は
普
通

官
立
の
医
学
部
・
工
学
部
出
身
の
一
〇
〇
円
か
ら
私
大
出
身
の
経
済
学
部
の

五
五
円
ま
で
で
、
民
間
会
社
は
例
え
ば
、
三
菱
財
閥
の
七
〇
円
（
大
学
、
専

門
学
校
卒
）
か
三
五
円
（
中
等
程
度
の
学
校
卒
）、
三
井
銀
行
の
七
五
円

（
大
学
卒
）
か
六
五
円
（
専
門
学
校
卒
）、
住
友
財
閥
の
八
〇
円
か
ら
三
五
円

ま
で
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
経
済
不
況
な
ど
に
よ
る
月
給
減
少
が
そ
の
ま

ま
「
年
末
賞
与
」
に
直
結
し
て
い
く
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

「
朝
日
新
聞
」
一
九
三
三
年
一
一
月
四
日
付
朝
刊
紙
上
に
「
米
も
炭
も
乾

物
も
す
べ
て
騰
貴

下
層
階
級
が
景
気
づ
い
て

月
給
取
は
苦
し
い
」
と
い

う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
鮮
魚
一
般
昨
年
の
今
頃
に
比
し
て
約
三
割

川
端
康
成
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令
嬢
日
記
」
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の
騰
貴
、
青
物
も
ま
た
既
報
通
り
の
酷
い
暴
騰
を
示
し
て
来
て
ゐ
る
」
ほ

か
、「
主
要
食
糧
品
の
大
部
分
が
相
当
な
騰
貴
を
見
せ
て
ゐ
る
」
と
い
う
。

結
論
と
し
て
、「
い
よ
�
�
イ
ン
フ
レ
景
気
の
物
価
騰
貴
時
代
が
実
現
し
、

給
料
生
活
者
の
台
所
が
脅
か
さ
れ
る
日
が
近
づ
き
つ
ゝ
あ
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
と
観
測
さ
れ
て
い
ゐ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

世
間
で
は
年
々
派
手
な
衣
服
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
一
〇
年

前
に
仕
立
て
た
着
物
も
今
「
地
味
で
困
る
」
と
朝
子
は
言
う
が
、
母
は
結
婚

し
て
か
ら
も
ず
っ
と
着
ら
れ
る
よ
う
に
と
「
地
味
な
も
の
」
を
勧
め
る
。
不

況
が
長
引
く
と
派
手
な
衣
装
も
だ
ん
だ
ん
着
ら
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
考
え

た
か
ら
で
は
な
い
か
。
一
方
、
父
は
「
戦
争
が
起
こ
つ
て
み
ろ
、
戦
争
が
。

人
目
に
立
つ
や
う
な
も
の
を
、
ぴ
ら
ぴ
ら
着
て
歩
け
る
か
」
と
言
っ
て
、
母

娘
を
沈
黙
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、「
だ
い
た
い
、
嫁
入
り
に
持
つ
て
行
つ
た
も

の
を
、
さ
う
さ
う
着
歩
け
る
と
思
つ
て
る
の
は
、
ま
だ
甘
い
よ
。
い
づ
れ
亭

主
が
赤
坊
の
た
め
に
質
屋
へ
入
れ
る
覚
悟
で
な
、
質
屋
向
き
の
を
買
つ
と
い

た
方
が
利
口
だ
ね
」
と
冗
談
半
分
に
言
っ
て
い
る
。
実
際
に
生
計
が
困
窮
し

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
を
も
悲
観
的
に
見
て
い
る
こ
と

は
、
母
の
着
物
を
選
ぶ
際
の
言
動
や
父
の
皮
肉
め
い
た
話
か
ら
窺
い
知
れ

る
。さ

て
、
そ
の
「
一
家
の
争
ひ
」
を
引
き
起
こ
し
た
晴
れ
着
を
着
て
、
朝
子

は
「
重
役
だ
と
か
、
出
身
女
学
校
の
校
長
だ
と
か
、
父
の
旧
友
の
代
議
士
だ

と
か
、
平
素
顔
出
し
し
な
い
家
へ
母
に
引
き
廻
さ
れ
て
年
始
に
行
き
」、
結

婚
す
る
た
め
に
自
己
宣
伝
す
る
。
ま
る
で
「『
こ
こ
に
も
一
人
こ
ん
な
上
等

の
花
嫁
志
願
者
が
ゐ
る
こ
と
を
、
お
思
ひ
出
し
下
さ
い
ま
し
て
、
何
分
よ
ろ

し
く
』
と
哀
願
に
歩
い
て
ゐ
る
の
だ
と
思
は
れ
も
す
る
」
の
で
あ
る
。
結
婚

の
こ
と
で
日
々
苦
し
め
ら
れ
て
日
常
に
張
り
合
い
が
感
じ
ら
れ
な
い
朝
子
の

生
活
ぶ
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
女
と
対
照
的
に
、
同
窓
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、

Ｄ
子
は
全
く
違
っ
た
人
生
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。

二
、
同
窓
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
子

Ａ
子
は
婦
人
評
論
家
に
新
聞
で
話
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、「
百
貨
店

の
婦
人
洋
服
部
に
勤
め
て
」
い
る
。

Ａ
子
は
初
め
て
月
給
を
貰
つ
た
時
、
ひ
ど
く
驚
い
て
、

「
ま
あ
、
持
て
あ
ま
し
て
ゐ
た
時
間
を
お
店
で
愉
快
に
つ
ぶ
さ
せ
て
貰

ふ
上
に
お
金
を
い
た
だ
く
な
ん
て
、
思
ひ
が
け
な
い
こ
と
で
す
わ
。
こ

の
お
金
は
貧
民
救
済
事
業
に
で
も
寄
付
し
て
下
さ
い
。」

と
云
つ
た
さ
う
だ
。

Ａ
子
は
お
金
の
た
め
に
で
は
な
く
自
己
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
仕

事
を
楽
し
ん
で
い
る
。
彼
女
は
「
勤
務
時
間
も
服
装
も
、
並
の
女
店
員
と
は

ち
が
ふ
の
で
あ
る
。
店
員
の
規
制
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
高
級
婦
人

客
の
接
待
を
し
た
り
、
相
談
相
手
に
な
つ
た
り
す
る
だ
け
な
の
」
で
あ
る
。

彼
女
の
よ
う
な
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
令
嬢
は
、
之
ま
で
の
女
店
員
よ
り
遥
に
教

養
が
あ
り
、
趣
味
が
広
く
、
朗
か
な
社
交
性
が
あ
る
の
で
、
客
に
喜
ば
れ
、

ど
こ
の
百
貨
店
や
大
き
な
お
店
で
も
、
競
つ
て
雇
」
う
対
象
と
な
っ
て
い

一
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る
。Ａ

子
は
い
わ
ゆ
る
富
裕
層
の
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
令
嬢
」
の
代
表
で
あ
る
。

一
九
三
五
年
に
大
阪
毎
日
新
聞
・
東
京
日
日
新
聞
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た

「
富
裕
層
の
若
い
女
性
向
け
」
の
グ
ラ
フ
雑
誌
「
ホ
ー
ム
・
ラ
イ
フ
」
の
創

（
�
）

刊
号
か
ら
彼
女
た
ち
の
世
界
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
創
刊
号
は
次
の

よ
う
な
写
真
が
載
っ
て
い
る
。「
日
光
・
中
禅
寺
湖
の
ヨ
ッ
ト
・
レ
ー
ス
」

「
交
詢
社
『
ク
ラ
ブ
の
午
後
』」、「
洋
画
を
習
う
令
嬢
た
ち
」、「
大
阪
・
茨
木

の
ゴ
ル
フ
カ
ン
ト
リ
ー
・
ク
ラ
ブ
」、
東
京
・
銀
座
と
神
戸
元
町
の
「
あ
る

く
…
…
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
写
真
に
続
く
巻
頭
の
記
事

の
タ
イ
ト
ル
は
「
令
嬢
ば
か
り
の
ヴ
エ
ラ
ン
ダ
・
パ
ー
テ
イ
ー
／
近
代
女
性

の
叡
智
と
情
感
が
／
構
成
す
る
趣
味
生
活
の
話
題
」
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は

東
京
・
清
澄
庭
園
に
一
〇
人
の
「
令
嬢
」
を
集
め
て
行
っ
た
座
談
会
の
記
録

で
あ
る
が
、
話
題
は
映
画
、
趣
味
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
グ
ル
メ
、
そ
し
て
結

婚
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
洋
画
を
見
て
お
り
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
映

画
や
フ
ラ
ン
ス
映
画
が
好
き
だ
と
い
う
。
趣
味
は
「
水
泳
・
ス
キ
ー
・
テ
ニ

ス
・
乗
馬
」
で
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
ほ
と
ん
ど
洋
装
で
あ
る
が
、
結
婚
に
つ

い
て
は
「
若
い
時
は
結
婚
な
ん
か
考
へ
て
見
る
の
も
い
や
だ
と
い
ふ
気
持
で

す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
Ａ
子
も
同
様
の
考
え
を
持
っ
て
お
り
、「
女
学

校
の
頃
か
ら
、
降
る
ほ
ど
の
縁
談
が
あ
つ
た
」
に
も
関
わ
ら
ず
、「
職
業
戦

線
」
に
身
を
投
じ
て
、
生
活
を
享
受
し
つ
つ
も
、
結
婚
を
視
野
に
入
れ
て
い

な
い
。

同
じ
座
談
会
に
お
け
る
次
の
発
言
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。「
私
の
よ
う
に

洋
服
ば
か
り
き
て
ゐ
る
と
、
日
本
服
の
い
き
な
も
の
、
渋
い
も
の
が
着
た
く

な
り
ま
す
。」、「
私
も
さ
う
で
す
。
い
つ
も
キ
モ
ノ
を
買
ふ
時
は
お
母
様
と

喧
嘩
で
す
。
お
母
様
は
派
手
な
方
が
い
ゝ
と
お
つ
し
や
る
の
で
」
な
ど
と
あ

る
よ
う
に
、
着
物
を
買
う
時
に
母
娘
で
「
喧
嘩
」
を
し
て
い
る
が
、
朝
子
の

家
庭
と
は
正
反
対
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、

両
家
庭
の
着
物
の
と
ら
え
方
の
違
い
で
あ
る
。
前
者
は
現
時
点
で
の
個
人
の

趣
味
を
優
先
し
て
考
え
て
い
る
が
、
後
者
は
実
用
性
に
拘
っ
て
朝
子
の
結
婚

後
の
流
行
を
問
題
と
す
る
ば
か
り
で
自
ら
の
好
み
な
ど
考
慮
す
る
余
裕
も
な

い
。
そ
こ
か
ら
両
家
庭
に
お
け
る
経
済
状
況
の
差
異
が
窺
え
る
。

続
い
て
Ｂ
子
の
検
討
に
移
ろ
う
。

「
今
年
こ
そ
は
亭
主
が
就
職
出
来
ま
す
や
う
に
つ
て
、
恵
方
詣
り
し
よ

う
と
思
ふ
の
だ
け
れ
ど
、
朝
子
さ
ん
ど
こ
か
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
様
を

知
ら
な
い
？
」

と
、
相
変
ら
ず
乱
暴
な
字
で
書
い
て
ゐ
る
の
は
、
Ｂ
子
で
あ
つ
た
。

Ｂ
子
の
「
恵
方
詣
り
」
の
話
は
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
の
世
界
恐
慌

と
そ
の
翌
年
か
ら
始
ま
っ
た
昭
和
恐
慌
下
の
就
職
難
を
背
景
に
し
て
い
る
。

一
九
二
九
年
に
は
「
大
学
は
出
た
け
れ
ど
」
と
い
う
大
学
生
の
就
職
難
を
描

い
た
映
画
の
題
名
が
流
行
語
と
な
り
、「
こ
の
年
、
３
月
の
東
京
帝
大
（
東

大
）
卒
の
就
職
率
は
わ
ず
か
三
〇
％
で
あ
っ
た
。
内
務
省
の
推
計
で
は
失
業

者
は
三
十
万
人
を
数
え
、
有
識
青
年
層
の
失
業
者
は
十
万
人
に
達
す
る
」
と

発
表
さ
れ
た
。
同
年
一
〇
月
二
二
日
に
は
「
東
京
市
営
の
職
業
紹
介
所
で
知

（
�
）

識
階
級
の
た
め
の
失
業
登
録
を
受
け
付
け
始
め
た
」
の
で
あ
る
。「
朝
日
新

川
端
康
成
「
令
嬢
日
記
」
論

一
九



聞
」
一
九
三
二
年
三
月
三
〇
日
付
夕
刊
紙
上
に
「
憂
う
つ
な
求
職
な
春

紹

介
所
を
訪
ふ
少
年
少
女
約
四
千

し
か
も
就
職
者
は
一
割
」
と
い
う
記
事
が

載
っ
て
お
り
、「
就
職
戦
線
」
が
白
熱
し
た
厳
し
い
時
期
を
迎
え
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

一
方
、
Ｂ
子
の
自
由
奔
放
な
性
格
も
「
乱
暴
な
字
」
や
、
女
学
校
中
の

「
評
判
の
熱
烈
な
恋
愛
結
婚
」
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
朝
子
は
、
生
活

の
苦
境
に
立
っ
て
も
「
や
つ
ぱ
り
明
る
く
笑
ひ
な
が
ら
、
じ
や
う
だ
ん
の
つ

も
り
で
」
葉
書
を
書
く
Ｂ
子
を
思
い
な
が
ら
、「
も
し
か
す
る
と
が
ら
り
と

性
格
が
変
つ
て
、
も
う
世
帯
や
つ
れ
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う

か
」
と
彼
女
の
近
況
を
想
像
し
て
い
る
。

こ
こ
で
朝
子
の
視
点
か
ら
Ｂ
子
の
存
在
が
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
て

い
る
の
か
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
相
手
の
経
済
状
況
や
家
柄
と
い
っ
た
こ
と

を
し
っ
か
り
見
定
め
た
う
え
で
の
見
合
い
結
婚
で
は
な
く
、「
評
判
の
熱
烈

な
恋
愛
結
婚
」
を
し
た
Ｂ
子
は
、
亭
主
の
就
職
難
な
ど
に
よ
り
生
活
が
大
変

で
、
も
う
「
世
帯
や
つ
れ
」
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
い

る
。
自
身
の
考
え
を
通
し
て
も
同
じ
く
生
活
の
辛
さ
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る

と
い
う
朝
子
の
当
時
の
社
会
生
活
へ
の
見
方
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

Ｃ
子
の
葉
書
は
「
幾
十
組
も
の
男
女
が
踊
る
写
真
の
下
に
、
新
年
の
舞
踊

会
の
誘
ひ
が
印
刷
」
さ
れ
た
「
ダ
ン
ス
・
ホ
オ
ル
の
宣
伝
」
に
自
分
の
名
前

を
「
小
さ
い
ペ
ン
字
」
で
書
い
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
。「
ダ
ン
サ
ア
に
な
つ

た
こ
と
を
、
も
う
Ｃ
子
は
同
窓
の
友
に
隠
し
も
し
な
け
れ
ば
、
恥
し
い
と
も

思
は
」
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
女
が
当
時
の
社
会
的
な
偏
見
を
押
し
切

っ
て
自
力
で
生
活
す
る
姿
、
言
い
替
え
れ
ば
自
立
的
態
度
を
表
し
て
い
る
。

関
東
大
震
災
後
退
廃
的
、「
刹
那
的
な
享
楽
志
向
」
を
象
徴
す
る
「
エ
ロ

・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」
が
ア
メ
リ
カ
文
化
の
影
響
下
に
社
会
を
席
巻
し
て

い
く
。「
震
災
で
焼
け
な
か
っ
た
新
宿
は
、
郊
外
と
結
ぶ
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
を

中
心
に
、
新
た
な
歓
楽
街
と
し
て
栄
え
る
。
安
価
な
飲
食
店
や
ダ
ン
ス
ホ
ー

ル
、
軽
演
劇
の
劇
場
」
な
ど
が
、「
地
方
出
身
の
若
者
た
ち
を
吸
い
寄
せ
」

た
。「
地
方
出
身
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
職
業
婦
人
の
『
新
中
間
層
』
が
、
大

（
�
）

衆
文
化
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
ダ
ン
サ

ー
で
あ
る
Ｃ
子
も
、
こ
の
よ
う
な
「
刹
那
的
な
」
文
化
の
主
役
で
あ
る
と
言

え
る
。
し
か
し
、
彼
女
は
決
し
て
堕
落
し
て
享
楽
の
た
め
に
ダ
ン
サ
ー
に
な

っ
た
の
で
は
な
く
、「
生
活
の
た
め
、
パ
ン
の
た
め
」
に
、
あ
る
い
は
一
家

（
�
）

を
養
う
た
め
に
「
享
楽
機
関
に
飛
び
込
ん
だ
」
の
で
あ
る
。

「
職
業
婦
人
」
と
し
て
働
く
ダ
ン
サ
ー
た
ち
に
は
、「
最
高
二
百
円
か
ら
三

百
円
の
月
収
を
確
実
に
得
て
ゐ
る
者
が
、
一
流
の
ホ
ー
ル
な
ら
必
ず
十
人
以

上
は
ゐ
る
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。「
男
子
で
す
ら
月
収
二
百
円
以
上
と

（
�
）

云
へ
ば
イ
ン
テ
リ
の
中
で
も
課
長
級
以
上
で
あ
る
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
一

部
の
ダ
ン
サ
ー
の
収
入
は
一
般
の
男
子
の
収
入
を
超
え
て
い
る
。
Ｃ
子
は
、

世
間
一
般
の
人
よ
り
高
い
収
入
を
得
る
機
会
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
少

な
く
と
も
ダ
ン
サ
ー
を
職
業
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
収
入
を
得
て
自

立
し
て
い
る
。
彼
女
は
職
業
婦
人
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
お
り
、
ダ

ン
サ
ー
で
あ
る
こ
と
を
誰
に
も
隠
す
必
要
が
な
い
。
朝
子
は
「
ホ
オ
ル
の
広

告
以
外
に
、
一
字
も
書
か
な
い
年
賀
状
か
ら
」
Ｃ
子
の
そ
の
よ
う
な
意
志
の

固
さ
を
多
く
読
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ダ
ン
サ
ー
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
に
凝
縮
さ
れ
た
都
市
文
化
に
対
す
る
社
会
的
な
位
置
づ
け
が
見
ら
れ
、

二
〇



ダ
ン
サ
ー
と
い
う
職
業
に
対
す
る
世
間
の
偏
見
へ
の
反
発
も
映
し
出
さ
れ
て

い
る
。

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
子
は
同
窓
生
で
あ
り
な
が
ら
、
卒
業
後
に
は
大
き
く
異
な
る

水
準
で
生
活
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
戦
前
昭
和
の
格
差
社
会
の
一
端
が
汲
み

取
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
三
者
と
は
異
な
り
、
現
在
の
暮
ら
し
ぶ
り
が

ほ
と
ん
ど
明
か
さ
れ
な
い
Ｄ
子
の
葉
書
か
ら
何
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。

Ｄ
子
の
手
紙
に
は
「
今
年
も
結
婚
し
て
は
厭
よ
。」
と
い
ふ
文
句
が

あ
つ
て
、
い
ま
だ
に
少
女
の
友
情
の
夢
が
覚
め
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。

「
今
年
も
結
婚
し
て
は
厭
よ
」
と
い
う
Ｄ
子
の
文
句
か
ら
、
朝
子
は
「
少

女
の
友
情
の
夢
が
覚
め
な
い
の
で
あ
ら
う
か
」
と
推
し
量
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
結
婚
に
悩
ま
さ
れ
、
俗
悪
な
現
実
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
女
学
校
時
代
の
夢
を

い
つ
ま
で
も
見
た
い
と
い
う
朝
子
自
身
の
内
心
の
投
影
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

（

）

『
娘
が
語
る
母
の
昭
和
』
に
は
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
に
大
手
前
高

等
女
学
校
か
ら
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
に
入
学
し
た
母
親
の
女
学
生
時
代

の
日
記
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
一
九
三
四
（
昭
和

九
）
年
二
月
二
七
日
の
日
記
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

卒
業
し
た
ら
就
職
困
難
の
苦
痛
も
あ
る
し
、
家
に
い
て
ぶ
ら
ぶ
ら
し

て
い
る
こ
と
の
苦
痛
も
あ
れ
ば
、
遠
く
へ
行
く
こ
と
の
出
来
ぬ
家
庭
の

事
情
、
そ
れ
に
就
職
し
た
と
し
て
も
い
わ
ゆ
る
先
生
タ
イ
プ
、
オ
ー
ル

ド
ミ
ス
タ
イ
プ
の
女
教
員
に
な
る
の
は
イ
ヤ
だ
。
む
し
ろ
平
凡
な
結
婚

を
し
た
方
が
い
い
。
い
や
結
婚
と
言
え
ば
青
春
時
代
の
結
末
で
、
結
婚

は
墓
場
な
り
と
か
言
っ
た
人
も
あ
る
く
ら
い
だ
。
し
て
み
る
と
学
校
を

出
て
、
就
職
も
せ
ず
、
結
婚
も
せ
ず
、
ブ
ラ
ブ
ラ
し
て
い
ら
れ
れ
ば
一

番
い
い
の
だ
が
、
家
庭
の
事
情
、
世
間
の
体
面
で
、
そ
ん
な
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
ピ
ア
ノ
で
も
買
っ
て
も
ら

っ
て
、
そ
の
他
茶
道
な
ど
続
け
て
芸
術
に
没
頭
し
て
ゆ
く
な
ら
、
独
り

身
の
憂
さ
も
拭
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も

具
体
性
の
な
い
こ
と
だ
。（
中
略
）
理
想
も
何
も
、
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
に

な
る
人
生
、
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
先
、
ず
っ
と
続
い
て
い
る
も
の
な
ら
、

せ
め
て
い
ま
だ
け
で
も
、
ど
う
し
て
楽
し
ま
せ
て
お
い
て
く
れ
な
い
の

か
。
い
ま
楽
し
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
、
も
う
楽
し
い
、
う
る
わ
し
い
時

っ
て
、
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
？

「
ピ
ア
ノ
」
や
「
茶
道
な
ど
」
と
い
う
「
芸
術
」
は
、
一
九
二
〇
〜
三
〇

年
代
あ
た
り
か
ら
一
般
化
大
衆
化
し
て
い
く
和
洋
折
衷
の
「
女
学
生
文
化
」

の
世
界
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
女
学
生
文
化
」
と
卒
業

後
の
「
現
実
」
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
、
こ
こ
で
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

予
想
さ
れ
る
将
来
よ
り
も
今
の
自
由
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
の
は
、
戦
前

期
の
女
学
生
の
夢
だ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

一
方
、
女
学
生
時
代
に
日
記
や
手
紙
の
や
り
取
り
を
通
し
て
女
学
生
ら
し

い
感
性
や
感
覚
が
共
有
さ
れ
、
親
密
な
関
係
が
築
か
れ
て
い
く
。
稲
垣
恭
子

は
「
女
学
生
に
と
っ
て
手
紙
の
世
界
は
、
自
分
た
ち
を
『
女
学
生
』
と
し
て

川
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一
般
化
し
、
現
実
の
女
学
校
生
活
を
核
と
し
な
が
ら
も
そ
こ
か
ら
や
や
距
離

を
と
っ
た
理
想
的
な
世
界
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
マ
ン
デ
ィ
ッ
ク

で
親
密
な
理
想
的
関
係
を
経
験
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
独
特
の
リ

ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
た
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、『
女
学
生
』
と
い
う
時
期

に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
現
実
』
を
受
け
止
め
対
峙
す
る
こ
と
か
ら

回
避
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
現
実
と
理
想

世
界
の
間
に
創
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
『
女
学
生
』
的
な
世
界
や
そ
れ
に
基
づ

く
絆
は
、
社
会
的
な
連
続
性
を
も
た
な
い
一
時
的
な
も
の
に
見
え
る
」
に
し

て
も
、「
そ
れ
は
現
実
生
活
か
ら
ま
っ
た
く
消
去
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

手
紙
を
媒
介
と
す
る
『
理
想
』
的
関
係
や
そ
れ
に
よ
っ
て
思
い
描
か
れ
る
世

界
は
、
そ
の
後
も
『
現
実
』
を
読
み
解
く
コ
ー
ド
と
し
て
、
も
の
の
見
か
た

（

）

や
感
じ
か
た
の
な
か
で
維
持
さ
れ
て
い
っ
た
面
が
大
き
い
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
Ｄ
子
の
手
紙
は
、
朝
子
に
女
学
生
的
情
緒
を
蘇
ら
せ
、
現
実
を
相
対
化

す
る
こ
と
の
出
来
る
世
界
に
「
絆
」
を
求
め
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、「
机
の
片
隅
に
重
ね
た
年
賀
状
」
を
通
じ
て
、
同
窓
の
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
子
の
生
活
状
況
を
見
て
き
た
。
彼
女
た
ち
は
い
ず
れ
も
因
循
な

生
活
を
捨
て
て
自
由
奔
放
に
生
き
て
い
る
。

片
岡
鉄
兵
は
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
刊
行
の
『
モ
ダ
ン
ガ
ア
ル
の
研

（

）
究
』
に
お
い
て
、
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
を
力
強
く
肯
定
し
て
い
る
。
片
岡
は
彼
女

た
ち
の
特
徴
を
「
比
較
的
自
由
に
恋
愛
を
享
受
し
、
比
較
的
に
物
質
家
で
あ

る
。
比
較
的
に
精
神
的
で
な
い
」
と
指
摘
し
、
彼
女
た
ち
の
生
活
態
度
を

「
一
、
彼
女
は
現
実
家
で
あ
る
と
云
ふ
女
性
本
質
を
確
実
に
把
握
し
て
、
生

活
を
科
学
的
に
合
理
化
し
て
行
か
う
と
す
る
。
二
、
彼
女
は
表
現
に
於
て
自

由
で
あ
り
、
ヒ
ス
テ
リ
イ
に
反
対
な
る
者
、
即
ち
健
康
で
明
る
い
性
格
の
持

主
で
あ
る
」
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
片
岡
に
と
っ
て
、
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
は

時
代
精
神
の
象
徴
で
あ
り
、
特
定
の
「
職
業
婦
人
」
の
こ
と
を
指
す
の
で
は

な
い
。「
現
代
の
あ
ら
ゆ
る
婦
人
が
、
共
通
に
、
或
者
は
濃
厚
に
又
あ
る
者

は
極
め
て
微
弱
に
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
誰
も
彼
も
持
っ
て
居
る
型
、
性

格
、
生
活
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
女
が
、
今
日
は
モ

ダ
ン
・
ガ
ア
ル
的
な
要
素
を
持
つ
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

そ
れ
ぞ
れ
時
代
の
影
を
背
負
っ
て
独
自
の
道
を
歩
ん
で
い
る
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ

子
の
生
活
態
度
は
、
片
岡
の
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
に
つ
い
て
の
指
摘
と
一
致
し
て

い
る
。
彼
女
た
ち
の
持
っ
て
い
る
「
モ
ダ
ン
・
ガ
ア
ル
的
な
要
素
」
は
時
代

を
生
き
抜
く
力
に
な
り
、
彼
女
た
ち
の
生
活
様
式
は
時
代
の
最
先
端
を
行
く

も
の
で
あ
る
。
一
方
、
保
守
的
な
家
庭
に
取
り
残
さ
れ
た
朝
子
の
生
活
ぶ
り

（
髪
型
、
衣
装
、
結
婚
観
）
は
そ
れ
と
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
。
朝
子
は
、

両
親
の
意
思
に
従
い
、
結
婚
の
た
め
に
「
高
島
田
の
盛
装
」
で
年
始
回
り
さ

せ
ら
れ
て
い
る
。
結
婚
の
ほ
か
に
は
こ
れ
と
い
っ
た
希
望
を
持
っ
て
い
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
手
紙
か
ら
分
か
る
自
由
恋
愛
結
婚
し
た
Ｂ
子
の
現
状

を
消
極
的
に
受
け
止
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
今
年
も
結
婚
し
て
は
厭
よ
」

と
い
う
Ｄ
子
の
文
句
か
ら
「
少
女
の
友
情
の
夢
」
ま
で
思
い
浮
か
べ
、
現
実

か
ら
目
を
そ
ら
し
て
い
る
。

三
、
啄
木
の
歌
に
つ
い
て

小
説
は
啄
木
の
歌
二
首
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
本
節
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歌

二
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を
鑑
賞
し
、
そ
れ
が
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

か
を
考
察
す
る
。

何
と
な
く
、

今
年
は
よ
い
事
あ
る
ご
と
し
。

元
日
の
朝
、
晴
れ
て
風
無
し
。

第
一
首
は
、
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
一
月
号
の
雑
誌
「
創
作
」
に
発

表
さ
れ
、
啄
木
死
後
の
一
九
一
二
年
六
月
に
東
雲
堂
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た

歌
集
『
悲
し
き
玩
具
』
に
収
め
ら
れ
た
。
初
出
は
三
行
書
き
で
句
読
点
が
な

い
。「
今
年
は
よ
い
事
あ
る
ご
と
し
」
と
い
う
表
現
の
「
今
年
は
」
に
、
昨

（

）

年
（
明
治
四
三
年
）
度
中
を
「
不
幸
な
年
と
考
え
て
い
る
気
持
ち
」、「
苦
渋

（

）

に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
気
持
ち
」、「
ほ
と
ん
ど
自
分
に
と
っ
て

（

）

『
よ
い
事
』
は
な
か
っ
た
な
、
と
い
う
情
け
な
い
思
い
」
を
隠
し
て
い
る
。

「
今
年
こ
そ
は
」
の
心
境
で
あ
る
。「
な
ん
と
な
く
」
に
頼
り
な
い
思
い
が
こ

も
る
。「
元
日
の
朝
、
晴
れ
て
風
無
し
」
と
い
う
穏
や
か
な
天
気
か
ら
、
今

年
何
か
「
よ
い
事
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
儚
い
期
待
と
祈
願
を
歌

っ
た
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
く
今
年
は
何
か
よ
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。
元
日
の
朝
が
晴
れ
て
風
の
な
い
天
気
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
意
味

の
歌
で
あ
る
。

正
月
の
四
日
に
な
り
て

あ
の
人
の

年
に
一
度
の
葉
書
も
来
に
け
り
。

第
二
首
は
、
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
一
月
号
の
「
精
神
修
養
」
に
発

表
さ
れ
、
同
じ
く
『
悲
し
き
玩
具
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
初
出
は
三
行
書

き
で
句
読
点
が
な
い
。
待
ち
わ
び
る
「
あ
の
人
」
の
賀
状
も
届
い
た
の
は

「
正
月
の
四
日
」
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。「
待
ち
か
ね
て
い
た
時
間
の
長
さ

（

）

と
、
漸
く
挨
拶
を
交
わ
し
た
喜
び
と
安
心
」
が
読
み
取
れ
る
。「
年
に
一
度

の
葉
書
」
に
、
そ
の
人
と
の
つ
な
が
り
が
薄
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。「
恒
例

の
年
賀
状
に
材
を
と
り
、
恒
例
で
あ
る
が
ゆ
え
に
時
に
は
単
調
な
生
活
の
は

（

）

か
な
い
色
ど
り
に
も
な
る
こ
と
を
い
う
歌
」
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
正
月

の
四
日
に
な
っ
て
、
あ
の
人
か
ら
年
に
一
度
の
葉
書
も
届
い
た
と
い
う
意
味

合
い
の
歌
で
あ
る
。

本
文
の
歌
に
関
連
し
た
部
分
は
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。

朝
子
に
と
つ
て
は
、
今
年
も
結
婚
出
来
な
か
つ
た
と
云
ふ
の
が
歳
暮

で
あ
り
、
今
年
こ
そ
は
結
婚
出
来
る
か
し
ら
と
い
ふ
の
が
正
月
な
の
だ

ら
う
か
。「
何
と
な
く
、
今
年
は
よ
い
事
あ
る
ご
と
し
」
と
は
、
結
婚

以
外
の
な
に
ご
と
で
も
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
新
し
い
年
の
希
望
も
計

画
も
、
は
か
ば
か
し
く
心
に
浮
か
ば
な
い
の
で
、
朝
子
は
元
日
の
日
記

が
書
け
な
い
の
で
あ
つ
た
。

そ
し
て
、「『
あ
の
人
の
年
に
一
度
の
葉
書
』
と
い
ふ
『
あ
の
人
』
と
は
、

昔
の
恋
人
の
こ
と
で
あ
ら
う
か
な
ど
と
思
ひ
な
が
ら
、
机
の
片
隅
に
重
ね
た
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年
賀
状
を
ま
た
手
に
と
つ
て
み
る
」
と
い
う
よ
う
な
内
容
が
続
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
小
説
の
全
体
的
構
成
か
ら
見
る
と
、
冒
頭
に
お
け
る
啄
木

の
歌
二
首
は
、
小
説
の
前
後
半
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
小
説
は
、
第
一
首
と
関
連
付
け
な
が
ら
前
半
を
締
め
括
り
、
第
二

首
を
契
機
に
後
半
を
語
り
始
め
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
内
容
か

ら
見
る
と
、
気
分
の
晴
れ
な
い
正
月
を
過
ご
す
朝
子
は
、
冒
頭
に
置
か
れ
た

啄
木
の
歌
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
。
第
一
首
は
自
分

に
と
っ
て
不
幸
な
年
、「
よ
い
事
」
は
な
か
っ
た
な
と
い
う
気
持
ち
が
、「
今

年
も
結
婚
出
来
な
か
つ
た
」
と
い
う
朝
子
の
情
け
な
い
心
境
と
一
致
し
て
お

り
、「
今
年
こ
そ
は
」
と
「
よ
い
事
」
に
寄
せ
る
儚
い
期
待
も
ま
た
朝
子
の

「
今
年
こ
そ
は
結
婚
出
来
る
か
し
ら
」
と
い
う
正
月
の
願
望
と
重
な
っ
て
い

る
。
一
方
、「
朝
子
に
と
つ
て
は
、
今
年
も
結
婚
出
来
な
か
つ
た
と
云
ふ
の

が
歳
暮
で
あ
り
、
今
年
こ
そ
は
結
婚
出
来
る
か
し
ら
と
い
ふ
の
が
正
月
な�

の�

だ�

ろ�

う�

か�

。
…
…
結
婚
以
外
の
な
に
ご
と
で
も
な
い
の
で�

あ�

ら�

う�

か�

」
と
の

よ
う
な
、
す
べ
て
結
婚
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
書

き
方
で
は
、
結
婚
の
ほ
か
に
何
の
希
望
も
持
た
ず
、
行
き
先
が
見
え
な
い
朝

子
の
も
ど
か
し
い
心
情
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
第
二
首
に
関
し
て
、「
あ

の
人
の
年
に
一
度
の
葉
書
」
か
ら
「
机
の
片
隅
に
重
ね
た
年
賀
状
」
を
思
い

つ
き
、「
ま
た
」
手
に
取
る
。
今
ま
で
何
度
も
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
一

年
も
二
年
も
合
わ
な
い
」
人
た
ち
か
ら
の
便
り
を
繰
り
返
し
て
見
る
の
は
、

そ
の
人
た
ち
の
近
況
を
気
に
か
け
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
朝
子
に
と
っ
て
、「
同
窓
」
の
彼
女
た
ち
の
葉
書
は
自
分
の

「
単
調
な
生
活
」
の
「
色
ど
り
」
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
歌
と
小

説
の
内
容
と
の
対
応
が
見
ら
れ
る
。

啄
木
の
歌
二
首
は
い
ず
れ
も
明
治
四
三
年
の
作
で
あ
る
が
、
そ
の
年
に

「
大
逆
事
件
」
が
発
生
し
、
啄
木
に
大
き
な
思
想
の
変
動
を
も
た
ら
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
啄
木
の
歌
に
は
、
当
時
の
暗
い
政
治
的
、
社
会
的
動

向
に
対
す
る
鋭
い
洞
察
と
、
文
学
者
・
生
活
者
と
し
て
の
理
想
と
現
実
の
離

反
す
る
悲
哀
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
文
壇
で
の
新
思
想
へ
の
弾

圧
、
当
時
の
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」、
愛
児
の
夭
折
に
直
面
し
な
が
ら
、
新

し
い
年
を
迎
え
る
複
雑
な
心
境
が
詠
み
込
め
ら
れ
て
い
る
。
時
代
こ
そ
違
っ

て
い
る
が
、
作
品
「
令
嬢
日
記
」
は
同
じ
く
時
代
の
不
安
に
面
す
る
時
の
人

間
の
や
る
せ
な
さ
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。

四
、
結
末
の
意
味

朝
子
は
彼
女
等
の
誰
と
も
一
年
も
二
年
も
会
は
な
い
。
そ
し
て
彼
女

等
の
い
づ
れ
の
道
に
も
進
む
こ
と
も
出
来
な
い
。
自
分
一
人
が
古
い
時

代
に
、
お
だ
や
か
な
家
庭
に
取
り
残
さ
れ
て
│
│
二
階
か
ら
妹
達
の
百

人
一
首
を
取
る
騒
ぎ
が
聞
え
て
来
る
。

唇
を
な
め
消
す
紅
や
初
鏡

と
い
ふ
句
を
、
ま
た
日
記
の
頁
に
読
ん
で
、
朝
子
は
厚
化
粧
を
ク
リ

イ
ム
で
拭
き
取
る
と
、
と
に
か
く
も
妹
の
年
頃
に
か
へ
る
た
め
に
、
楽
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し
さ
う
に
梯
子
段
を
上
つ
て
行
つ
た
。

小
説
の
冒
頭
で
は
、「
日
記
始
盆
梅
の
日
に
静
心
」
と
い
う
歌
を
日
記
の

頁
に
読
ん
で
、
そ
の
歌
の
世
界
と
、
自
身
の
心
境
と
の
差
を
実
感
し
て
い

る
。
小
説
の
結
末
で
は
、
朝
子
は
同
窓
生
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
生
き
て
い
ら

れ
ず
、
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
自
己
の
現
状
を
意
識
し
な
が
ら
、「
唇
を

（

）

な
め
消
す
紅
や
初
鏡
」
と
い
う
句
を
目
に
す
る
。
新
年
に
初
め
て
鏡
に
向
か

っ
て
化
粧
す
る
際
、
何
度
も
口
紅
を
塗
り
直
し
て
、
鏡
の
中
の
自
分
に
見
惚

れ
て
い
る
女
の
姿
を
歌
う
一
首
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
歌
の
情
緒
が
朝
子

に
も
移
っ
た
の
だ
ろ
う
、
朝
子
は
「
厚
化
粧
」
を
落
と
し
、
百
人
一
首
に
興

じ
る
「
妹
の
年
頃
」
の
単
純
な
世
界
に
一
時
的
に
帰
ろ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。「
楽
し
さ
う
に
梯
子
段
を
上
つ
て
行
つ
た
」
と
表
現
さ
れ
る
結
末
は
、

「
ぼ
ん
や
り
」「
不
安
」
と
い
っ
た
冒
頭
部
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
で
は
、
朝

子
の
「
妹
の
年
頃
」
に
戻
り
た
い
と
い
う
姿
勢
を
ど
う
理
解
し
た
ら
い
い
の

か
。
作
者
の
同
時
期
の
作
品
を
辿
り
な
が
ら
見
て
い
き
た
い
。

「
末
期
の
眼
」
は
川
端
が
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
一
二
月
号
の
「
文
芸
」

に
発
表
し
た
随
筆
で
あ
る
。
芸
術
家
の
運
命
に
触
れ
、
川
端
の
芸
術
観
や
死

生
観
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
一
編
で
あ
る
。
表
題
の
「
末
期
の
眼
」

は
、
芥
川
龍
之
介
の
「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」（「
東
京
日
日
新
聞
」
一
九
二

七
・
七
・
二
五
）
に
書
か
れ
た
「
自
然
の
美
し
い
の
は
、
僕
の
末
期
の
眼
に

映
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
三
好
行
雄
は
川
端

に
お
け
る
「
末
期
の
眼
」
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

末
期
の
眼
は
死
者
の
眼
で
は
な
い
。
死
を
と
お
し
て
生
を
見
る
独
自

の
発
想
で
は
あ
る
が
、
す
べ
て
無
に
帰
す
死
者
の
眼
と
ひ
と
し
く
は
な

い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
生
と
死
の
接
点
に
よ
み
が
え
る
刹
那
の
認
識
で

あ
る
。
死
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
感
情
の
ド
ラ
マ
か
ら
、
ま
さ
に

解
き
は
な
た
れ
よ
う
と
す
る
人
間
の
眼
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
い

っ
さ
い
を
放
下
し
、
同
時
に
い
っ
さ
い
を
許
す
も
の
の
謂
で
あ
り
、
ま

さ
し
く
虚
無
を
超
え
た
肯
定
の
世
界
に
放
た
れ
る
視
線
で
あ
っ
た
。
末

期
の
眼
に
う
つ
る
自
然
が
真
に
美
し
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
然

が
あ
ら
ゆ
る
人
間
く
さ
い
虚
飾
を
は
ぎ
と
ら
れ
て
、
純
粋
な
も
の
そ
れ

（

）

自
体
と
化
し
た
か
ら
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

「
生
と
死
の
接
点
に
よ
み
が
え
る
刹
那
の
認
識
で
あ
る
」「
末
期
の
眼
」

で
、
虚
無
を
超
越
し
、「
あ
ら
ゆ
る
人
間
く
さ
い
虚
飾
」
が
剥
ぎ
取
ら
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
「
純
粋
な
も
の
そ
れ
自
体
」
の
美
が
発
見
で
き
る
の
だ
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

川
端
は
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
七
月
の
「
改
造
」
に
小
説
「
禽
獣
」
を

発
表
し
た
。
小
説
の
中
で
、
人
間
を
嫌
悪
し
日
々
禽
獣
と
暮
ら
し
て
い
る
主

人
公
「
彼
」
は
、
十
年
前
に
千
花
子
と
心
中
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「
無
心
に
目
を
閉
ぢ
」
て
合
掌
し
た
千
花
子
の
姿
に
「
彼
」
は
驚
か
さ
れ
、

「
稲
妻
の
や
う
に
、
虚
無
の
あ
り
が
た
さ
に
打
た
れ
」
て
自
殺
を
諦
め
た
の

で
あ
る
。
羽
鳥
一
英
は
「
千
花
子
の
そ
の
姿
は
、
彼
の
無
意
識
の
、
そ
こ
の

憧
憬
と
一
致
し
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
作
者
自
ら
の
、
痛
苦
の

ど
ん
づ
ま
り
の
は
て
に
浮
か
ぶ
憧
憬
が
、
千
花
子
を
借
り
て
形
象
化
さ
れ
た

川
端
康
成
「
令
嬢
日
記
」
論
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わ
け
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
「
憧
憬
」
を
「
人
間
的
な
も
の

す
べ
て
放
下
し
、
つ
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
人
を
侵
害
し
、
自
ら
を
傷
つ

け
る
、
す
べ
て
の
人
間
的
な
『
我
』
を
放
棄
し
、
死
生
同
一
と
観
じ
た
よ
う

（

）

な
姿
で
あ
ろ
う
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
姿
の
前
で
は
、
あ
ら
ゆ
る

苦
悩
も
ま
た
無
意
味
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
人
間
的
な
虚
飾
を
す
べ
て
剥
ぎ
取
り
、
何
物
に
も
執
着
し
な

（

）

い
「
自
由
な
無
拘
束
」
な
状
態
に
近
い
「
虚
無
の
あ
り
が
た
さ
」
に
憧
れ
て

救
い
を
求
め
る
姿
は
、「
末
期
の
眼
」
で
「
純
粋
な
も
の
」
に
美
を
見
る
作

者
に
重
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
令
嬢
日
記
」
の
結
末
に
お
い
て
、「
厚
化

粧
」
を
拭
き
取
り
、「
妹
の
年
頃
」
に
帰
ろ
う
と
す
る
朝
子
の
姿
勢
に
も
影

を
落
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
朝
子
の
「
厚
化
粧
」
を
落

と
し
て
「
楽
し
さ
う
に
梯
子
段
を
上
つ
て
行
つ
た
」
と
い
う
行
動
に
は
、
す

べ
て
を
元
に
戻
し
て
、
き
り
り
と
生
き
返
る
女
性
の
「
本
質
的
力
」
を
見
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
と�

に�

か�

く�

も�

妹
の
年

頃
に
か
へ
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
客
観
的
に
見
た
場
合
現
実
を

留
保
し
た
姿
勢
で
あ
り
、
そ
の
狭
間
の
中
で
一
時
的
に
自
由
の
快
楽
を
味
わ

っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
問
題
を
最
後
に
考
え
て
み
た
い
。

お
わ
り
に

「
令
嬢
日
記
」
は
新
年
に
対
す
る
儚
い
期
待
と
旧
友
か
ら
の
葉
書
を
も
ら

っ
た
喜
び
を
内
容
と
す
る
啄
木
の
歌
二
首
か
ら
始
ま
り
、
前
半
に
お
い
て
暗

い
時
代
と
経
済
不
況
下
に
あ
る
朝
子
の
家
庭
を
舞
台
に
、
そ
の
日
常
生
活
に

お
け
る
世
帯
間
の
感
覚
的
ず
れ
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
将
来
へ
の
不
安
な

気
持
ち
や
結
婚
に
苦
し
め
ら
れ
て
張
り
合
い
の
な
い
朝
子
の
暮
ら
し
ぶ
り
を

描
き
出
し
て
い
る
。
後
半
に
お
い
て
年
賀
状
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
同

窓
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
子
の
現
状
及
び
そ
れ
に
対
す
る
朝
子
の
受
け
止
め
方

を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
生
活
に
溶
け
込
め
ず
に
時
代
状
況
か
ら
遊

離
し
て
い
る
朝
子
の
人
物
像
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

片
岡
は
「
女
性
が
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
、
現
実
に
根
ざ
し
た
生
活
を
な
す

者
で
あ
る
」、「
女
性
こ
そ
、
斯
る
世
界
に
生
存
す
る
適
者
で
あ
る
の
だ
」
と

述
べ
、
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
の
「
現
実
家
で
あ
る
と
云
ふ
女
性
本
質
を
確
実
に
把

（

）

握
し
て
、
生
活
を
科
学
的
に
合
理
化
し
て
行
か
う
と
す
る
」
と
い
う
点
が
モ

ダ
ン
ガ
ー
ル
の
性
格
態
度
を
決
定
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
作
品
中

Ａ
子
か
ら
Ｃ
子
の
い
ず
れ
も
合
理
的
な
生
活
へ
の
憧
れ
を
持
っ
て
努
力
し
て

い
る
。
し
か
し
、
朝
子
は
「
彼
等
の
い
づ
れ
の
道
に
進
む
こ
と
も
出
来
」

ず
、
時
代
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
時
代
に
反
抗
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
が
、
従
順
に
生
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
暗
い
時
代
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
の
か
と
い
う
命
題
を
負

わ
さ
れ
た
視
点
人
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

作
品
は
正
月
に
思
い
悩
む
朝
子
の
視
点
か
ら
、
将
来
の
見
通
し
が
立
た
な

い
不
安
の
中
を
生
き
る
女
性
た
ち
の
姿
を
相
対
的
に
捉
え
て
い
る
。
各
人
物

は
そ
れ
ぞ
れ
に
時
代
と
向
き
合
っ
た
生
き
方
を
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
朝

子
自
身
は
い
ず
れ
を
も
積
極
的
に
選
び
と
る
こ
と
が
で
き
ず
に
「
と
に
か
く

も
妹
の
年
頃
に
か
へ
る
」
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
俗
世
間
の
わ
ず
ら

わ
し
さ
を
一
切
捨
て
て
現
実
か
ら
解
放
さ
れ
た
快
楽
を
体
得
し
て
い
る
。
そ
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れ
は
客
観
的
に
は
一
時
的
な
解
放
を
求
め
た
逃
避
に
過
ぎ
な
い
が
、
朝
子
に

と
っ
て
は
閉
塞
状
況
の
中
で
現
実
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
ず
に
本
来
の
ま
ま
の
姿

で
い
ら
れ
る
よ
う
な
工
夫
だ
と
言
え
る
。
時
代
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
な
く

遊
離
す
る
こ
と
。
そ
う
し
た
朝
子
を
通
じ
て
時
代
を
相
対
的
に
浮
か
び
上
が

ら
せ
、
そ
こ
に
欠
け
て
い
る
も
の
が
照
ら
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
作
品
は

明
確
な
結
論
を
導
い
て
は
い
な
い
も
の
の
、
朝
子
を
視
点
に
据
え
た
ご
く
短

い
こ
の
掌
編
に
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
を
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
主

題
が
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
令
嬢
日
記
」
に
お
い
て
、
川
端
は
同
窓
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
子
の
よ
う
な
現

実
社
会
に
溶
け
込
ん
だ
理
性
的
な
生
き
方
に
注
目
し
な
が
ら
、
片
岡
の
よ
う

に
積
極
的
に
肯
定
し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
理
想
的
な
生
き
方
を
打

ち
出
せ
な
か
っ
た
。
当
時
の
川
端
は
「
立
場
も
主
張
も
現
在
は
格
別
意
識
致

し
居
ら
ず
と
い
ふ
が
、
素
直
な
回
答
か
と
存
じ
候
。
自
省
す
れ
ば
無
論
あ
る

べ
き
も
の
、
他
よ
り
見
て
も
あ
る
べ
き
も
の
、
さ
り
な
が
ら
、
自
分
で
は
日

常
考
へ
居
ら
ず
候
。
只
今
は
さ
う
い
ふ
一
時
期
に
小
生
居
る
も
の
と
存
じ

（

）
候
」
と
自
ら
の
方
向
に
確
信
が
持
て
な
い
文
章
を
書
き
記
し
て
い
る
。
一

方
、
掌
の
小
説
の
執
筆
状
況
を
見
る
と
、「
令
嬢
日
記
」
に
続
い
て
「
愛
犬

安
産
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」
一
九
三
五
・
一
・
二
一
）
が
発
表
さ
れ
て
か

ら
、「
ざ
く
ろ
」（「
新
潮
」
一
九
四
三
・
五
）
ま
で
、
八
年
間
以
上
に
わ
た

り
、
執
筆
が
中
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
時
代
に
取
り
込
ま
れ

る
こ
と
な
く
芸
術
の
独
立
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
川
端
で
あ
っ
て
も
そ
う

容
易
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
作
品
「
令
嬢
日
記
」
は
暗
い

時
代
の
中
で
の
若
い
女
性
た
ち
の
生
き
方
を
描
き
な
が
ら
、
現
実
と
対
峙
す

る
作
者
の
姿
勢
を
も
映
し
出
し
て
い
る
。

注（
�
）『
川
端
康
成
全
作
品
研
究
事
典
』（
勉
誠
出
版

一
九
九
八
・
六
）

（
�
）
本
文
引
用
は
全
て
『
川
端
康
成
全
集
』（
全
三
五
巻
）
第
二
二
巻

（
新
潮
社

一
九
八
二
・
一
）
に
よ
る
。

（
�
）
鷹
橋
信
夫
『
昭
和
世
相
流
行
辞
典
』（
旺
文
社

一
九
八
六
・
一

一
）

（
�
）『
昭
和
国
勢
総
覧

下
巻
』（
東
洋
経
済
新
報
社

一
九
八
〇
・
一

一
）

（
�
）『
ホ
ー
ム
・
ラ
イ
フ
』（
大
阪
毎
日
新
聞
・
東
京
日
日
新
聞

一
九

三
五
・
八
）

（
�
）
注
（
�
）
に
同
じ
。

（
�
）
読
売
新
聞
昭
和
時
代
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
昭
和
時
代

戦
前
・
戦
中

期
』（
中
央
公
論
社

二
〇
一
四
・
七
）

（
�
）
小
野
薫
『
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
』（
東
学
社

一
九
三
五
・
一
〇
）

（
�
）
高
橋
桂
二
『
新
社
交
ダ
ン
ス
』（
高
瀬
書
房

一
九
三
三
・
五
）

（

）
武
田
佐
知
子
『
娘
が
語
る
母
の
昭
和
』（
朝
日
新
聞
社

二
〇
〇
〇

・
六
）

（

）
稲
垣
恭
子
『
女
学
校
と
女
学
生
』（
中
央
公
論
新
社

二
〇
〇
七
・

二
）

（

）
片
岡
鉄
兵
『
モ
ダ
ン
ガ
ア
ル
の
研
究
』（
金
星
堂

一
九
二
七
・

六
）

川
端
康
成
「
令
嬢
日
記
」
論

二
七



（

）
今
井
泰
子
注
釈
『
石
川
啄
木
集
〈
日
本
近
代
文
学
大
系

〉』（
角

川
書
店

一
九
六
九
・
一
二
）

（

）
岩
城
之
徳
『
石
川
啄
木
必
携
』（
学
燈
社

一
九
九
三
・
六
）

（

）
上
田
博
『
石
川
啄
木
歌
集
全
歌
鑑
賞
』（
お
う
ふ
う

二
〇
〇
一
・

一
）

（

）
注
（

）
に
同
じ
。

（

）
注
（

）
に
同
じ
。

（

）『
杉
田
久
女
句
集
』（
角
川
書
店

一
九
五
二
・
一
〇
）
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。「
大
正
七
年
よ
り
昭
和
四
年
ま
で
」
詠
ん
だ
句
で
、
具

体
的
な
創
作
年
月
未
詳
。

（

）
三
好
行
雄
「
禽
獣
（
一
）（
川
端
康
成
│
現
代
文
学
鑑
賞
十
二
）」

（「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
至
文
堂

一
九
六
三
・
二
）

（

）
羽
鳥
一
英
「
一
九
三
〇
年
代
の
川
端
康
成
（
上
）
│
│
「
淺
草
紅

団
」
か
ら
「
雪
国
」
ま
で
│
│
」（「
国
語
と
国
文
学
」
第
四
四
巻
第

八
号

至
文
堂

一
九
六
七
・
八
）

（

）
岩
田
光
子
は
「『
禽
獣
』」（「
学
苑
」
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研

究
所

一
九
七
八
・
一
）
に
お
い
て
、「
千
花
子
の
全
く
自
己
放
棄

的
と
も
い
え
る
合
掌
の
姿
」
は
「
自
由
な
無
拘
束
を
象
徴
し
て
い

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（

）
注
（

）
に
同
じ
。

（

）「〈
現
在
に
お
け
る
文
芸
上
の
我
立
場
・
主
張
〉」（「
文
芸
」
一
九
三

三
・
一
一
）

付
記本

稿
は
二
〇
一
六
年
四
月
一
六
日
に
昭
和
女
子
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た

川
端
康
成
学
会
第
一
六
八
回
例
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
を
も
と
に
加

筆
修
正
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
り
ゅ
う
・
ぶ
ん
え
ん

青
島
科
技
大
学
講
師
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

二
八


